
坂
口
安
吾
の
戦
争

－
「
ふ
る
さ
と
」
の
展
開
と
し
て
の

「
堕
落
」
１

直布

山
　
　
み
ど
り

は
じ
め
に

　
坂
口
安
吾
は
「
ふ
る
さ
と
」
な
る
も
の
に
帰
る
際
に
つ
き
ま
と
う
感
覚
に
つ

い
て
、
作
家
的
出
発
の
当
初
か
ら
牛
涯
に
わ
た
っ
て
実
に
多
様
な
考
察
や
表
現

を
行
っ
て
い
る
。
「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」
一
「
青
い
馬
」
昭
６
・
５
）
を

は
じ
め
と
し
て
、
晩
年
の
「
街
は
ふ
る
さ
と
」
一
「
読
売
新
聞
」
昭
２
５
・
５
・
１
９

；
１
０
・
１
８
一
に
い
た
る
ま
で
、
一
貫
し
て
「
ふ
る
さ
と
」
を
模
索
し
つ
づ
け
た

作
家
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
日
本
民
族
の
「
ふ
る
さ
と
」
を
追
及
し
た

「
安
吾
新
日
本
風
土
記
」
一
「
中
央
公
論
」
昭
３
０
・
２
一
の
取
材
の
た
め
高
知
に

行
き
帰
宅
し
た
二
日
後
に
没
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
安
吾
の
「
ふ
る
さ

と
」
と
の
格
闘
は
ま
さ
に
死
の
寸
前
ま
で
続
い
た
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　
安
吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
に
っ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
及
が
な
さ
れ
て
き
た
。

な
か
で
も
平
野
謙
は
「
坂
口
安
吾
の
文
学
形
成
を
通
覧
す
る
時
、
『
日
本
文
化

　
　
　
　
坂
口
安
吾
の
戦
争

私
観
』
に
劣
ら
ず
重
要
な
も
の
に
『
文
学
の
ふ
る
さ
と
』
と
い
う
エ
ッ
セ
エ
が

　
一
Ｌ

あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
こ
の
『
文
学
の
ふ
る
さ
と
』
を
媒
介
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
戦
後
の
『
堕
落
論
』
の
鮮
烈
も
よ
く
生
れ
た
の
だ
と
思
う
」
と
、
安

吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
論
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
だ
が
、
平
野
謙
を
含
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

多
く
は
「
安
吾
の
芸
術
的
原
点
」
を
説
き
明
か
し
た
作
品
が
「
文
学
の
ふ
る
さ

と
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

　
安
吾
の
文
学
的
展
開
の
う
え
で
「
ふ
る
さ
と
」
が
な
ぜ
重
要
で
あ
っ
た
か
、

と
い
う
問
い
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
「
ふ
る
さ
と
」
を
一
種
の
異
郷
性
・
外
部

　
　
　
　
６

性
と
読
ん
だ
柄
谷
行
人
氏
で
あ
っ
た
。
安
吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
が
そ
の
よ
う
に

見
え
る
土
着
性
と
は
反
対
の
意
味
を
有
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
柄
谷
氏
の
提
起

は
そ
の
後
の
研
究
の
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
。
一
」
う
し
た
な
か
、
筒
井
康
隆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工

の
安
吾
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
似
て
い
る
と
い
う
発
言
を
う
け
て
、
柄
谷
行
人
氏
が

「
あ
る
認
識
上
の
深
さ
に
お
い
て
安
吾
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
似
て
い
る
と
思
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
坂
口
安
吾
の
戦
争

と
し
な
が
ら
も
、
安
吾
の
「
『
ふ
る
さ
と
』
や
『
堕
落
』
と
い
う
言
葉
が
、
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
そ
れ
と
全
く
逆
の
意
味
を
帯
び
て
い
る
こ
と
」
を
指
摘
し

批
判
し
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
こ
の
議
論
に
よ
っ
て
、
安
吾
の
展
開
す
る

思
考
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
い
う
比
較
対
象
を
設
定
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
。
「
ふ
る
さ
と
」
の
位
置
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

柄
谷
氏
は
さ
ら
に
、
安
吾
は
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
批
判
し
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
葉

を
借
り
て
い
え
ば
、
『
倫
理
』
を
あ
ら
ゆ
る
思
考
の
根
底
に
お
い
て
い
る
」
と

し
、
「
ふ
る
さ
と
」
の
射
程
の
広
汎
さ
を
も
指
商
し
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
こ
う
し
た
議
論
で
は
安
吾
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
間
に

あ
る
個
々
の
差
異
が
具
体
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
安
吾
の

「
ふ
る
さ
と
」
や
「
堕
落
」
の
様
相
は
今
ひ
と
つ
見
え
て
こ
な
い
。
し
た
が
っ

て
本
論
考
に
お
い
て
は
安
吾
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ど
の
よ
う
な
問

題
を
有
し
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
考
察
を
展
開
し
て
い
っ
た
か
を
、

彼
等
が
同
時
代
に
共
に
経
験
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
と
の
関
係
の
な
か
で
見
て

い
き
た
い
。
安
吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
観
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
見
る
と
、
特
に
太

平
洋
戦
争
の
前
後
に
お
い
て
大
き
な
変
化
を
み
せ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ

る
。
戦
前
に
お
け
る
安
吾
の
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
か
ら
、
戦
後
の
「
堕
落

論
」
ま
で
を
た
ど
る
こ
と
で
、
安
吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
の
展
開
と
そ
の
意
味
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

、
我
々
を
突
き
放
す

四
二

「
ふ
る
さ
と
」

　
坂
口
安
吾
は
、
「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」
の
な
か
で
、
「
ふ
る
さ
と
」
に

帰
郷
し
た
「
私
」
の
姿
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

　
　
私
の
中
に
私
が
な
か
っ
た
。
私
は
も
の
を
考
え
な
か
っ
た
。
風
景
が
窓
を

　
　
流
れ
す
ぎ
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
風
景
が
私
自
身
で
あ
っ
た
。
古
く
遠
い
匂

　
　
が
し
た
。
し
き
り
に
母
を
呼
ぶ
声
が
し
た
。

「
ふ
る
さ
と
」
に
あ
る
「
私
」
は
白
己
の
同
一
性
を
失
い
周
囲
の
風
景
に
融
解

し
て
い
る
。
「
私
」
と
い
う
境
界
は
す
で
に
な
く
感
覚
を
統
御
す
る
こ
と
さ
え

で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
の
状
態
は
郷
愁
と
い
っ
た
な
つ
か
し
さ
に
貫
か
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
の
で
あ
る
。
空
襲
を
体
験
し
た
安
吾
は
こ
の
よ
う
な
私
の
融
解
と
郷
愁
の
密

接
な
結
び
付
き
を
、
昭
和
二
十
一
年
以
降
、
と
り
わ
け
頻
繁
に
表
現
す
る
よ
う

に
な
っ
て
ゆ
く
。

　
　
夜
の
空
襲
が
始
ま
っ
て
後
は
、
そ
の
暗
さ
が
身
に
し
み
て
な
つ
か
し
く
自

　
　
分
の
身
体
と
一
つ
の
よ
う
な
深
い
調
和
を
感
じ
て
い
た
。
（
中
略
）
そ
こ

　
　
に
は
郷
愁
が
あ
っ
た
。
（
中
略
）
ふ
る
さ
と
の
景
色
が
劫
火
の
奥
に
い
つ

　
　
も
燃
え
つ
づ
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
戦
争
と
一
人
の
女
」
「
サ
ロ
ン
」
昭
２
１
・
ｕ
）

戦
争
と
い
う
「
偉
大
な
破
壊
の
下
」
（
「
堕
落
論
」
「
新
潮
」
昭
２
１
・
４
）
で
は

誰
も
が
明
日
の
目
算
が
立
た
な
い
「
素
直
な
運
命
の
子
供
」
（
「
堕
落
論
」
）
な



の
だ
か
ら
、
個
々
人
の
意
図
や
「
小
賢
し
い
知
恵
は
凍
り
っ
く
」
。
安
吾
が

「
ふ
る
さ
と
」
を
見
る
の
は
こ
う
し
た
場
所
だ
。

　
　
　
愛
く
る
し
く
て
、
心
が
優
し
く
て
、
す
べ
て
美
徳
ば
か
り
で
悪
さ
と
い

　
　
う
も
の
が
何
も
な
い
可
憐
な
少
女
が
、
森
の
お
婆
さ
ん
の
病
気
を
見
舞
い

　
　
に
行
っ
て
、
お
婆
さ
ん
に
化
け
て
寝
て
い
る
狼
に
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
食
べ
ら

　
　
れ
て
し
ま
う
。

　
　
　
私
達
は
い
き
な
り
そ
こ
で
突
き
放
さ
れ
て
、
何
か
約
束
が
違
っ
た
よ
う

　
　
な
感
じ
で
戸
惑
い
し
な
が
ら
、
然
し
、
思
わ
ず
目
を
打
た
れ
て
、
プ
ツ
ン

　
　
と
ち
ょ
ん
切
ら
れ
た
空
し
い
余
白
に
、
非
常
に
静
か
な
、
し
か
も
透
明
な
、

　
　
ひ
と
つ
の
切
な
い
「
ふ
る
さ
と
」
を
見
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
「
現
代
文
学
」
昭
１
６
・
８
一

井
口
時
男
氏
は
『
物
語
論
／
破
局
論
』
で
こ
の
部
分
に
ふ
れ
、
「
『
赤
頭
巾
』
の

結
末
に
『
突
き
放
さ
れ
た
』
思
い
を
す
る
の
は
、
読
者
が
、
無
垢
な
る
主
人
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

は
必
ら
ず
救
わ
れ
る
は
ず
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
、

我
々
の
「
『
内
面
』
を
突
き
放
す
よ
う
な
無
意
味
な
現
れ
」
の
直
視
を
こ
こ
に

見
い
だ
し
て
い
る
。
安
吾
は
、
私
が
私
と
し
て
同
一
性
を
持
っ
て
生
き
、
個
々

人
の
営
為
が
計
画
性
や
合
理
性
に
則
っ
て
進
行
し
て
い
く
日
常
世
界
を
、
人
々

が
あ
る
法
を
も
と
に
共
有
す
る
暫
定
的
な
世
界
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
し
三
」
う
し
た
世
界
の
約
束
事
か
ら
は
み
出
る
も
の
が
ふ
と
し
た
拍
子
に
剥

出
し
に
す
る
、
我
々
が
名
付
け
も
意
味
付
け
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
相
貌
を

　
　
　
　
　
坂
口
安
吾
の
戦
争

「
ふ
る
さ
と
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
安
吾
が
フ
ァ
ル
ス
や
道
化

と
呼
ぶ
も
の
も
こ
の
「
ふ
る
さ
と
」
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
道
化
は
い
つ
も
そ
の
一
歩
手
前
の
と
こ
ろ
ま
で
は
笑
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

　
　
ま
で
は
合
理
の
国
で
悪
戦
苦
闘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
突
然
ほ
う
り
だ
し

　
　
た
の
だ
。
も
し
ゃ
く
し
ゃ
し
て
、
原
料
の
ま
ま
、
不
合
理
を
突
き
出
し
た

　
　
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
一
「
茶
番
に
寄
せ
て
」
「
文
体
」
昭
１
４
・
４
一

日
常
の
論
理
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
外
部
で
あ
る
と
か
不
合
理
、

ア
・
モ
ラ
ル
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
、
安
吾
は
笑
い
や
む
ご
た
ら
し
さ
の
な

か
で
突
き
放
さ
れ
な
が
ら
垣
聞
見
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
人
間
の
よ
り
根
源
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
Ｊ

部
分
を
見
出
し
て
郷
愁
を
覚
え
る
の
だ
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
笑
い
』
に
お
い
て
、

硬
直
し
た
日
常
世
界
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
し
て
笑
い
が
要
請
さ
れ
る
と
述
べ

て
い
る
。
道
化
は
、
意
味
の
固
定
し
た
世
界
と
、
そ
の
「
外
」
と
の
通
路
な
の

で
あ
る
。

　
一
」
う
し
た
安
吾
に
と
っ
て
、
我
々
を
日
常
生
活
の
坪
外
に
放
り
出
す
戦
争
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

昨
日
ま
で
の
「
『
私
』
が
『
私
』
で
あ
り
う
る
世
界
を
空
洞
化
し
て
し
ま
う
」

と
こ
ろ
の
「
ふ
る
さ
と
」
の
現
出
の
契
機
と
な
る
の
だ
。
そ
し
て
「
『
私
』
が

誰
彼
と
し
て
同
一
性
を
も
っ
て
生
き
る
『
世
界
』
」
が
「
踏
み
抜
か
れ
る
と
き
、

あ
る
い
は
引
き
裂
か
れ
る
と
き
、
『
私
』
も
拡
散
し
て
確
か
な
同
一
性
を
失
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

い
わ
ば
『
私
』
自
身
の
不
在
の
立
会
人
に
す
ぎ
な
く
な
る
」
。
「
白
痴
」
の
場
合

を
見
て
み
よ
う
。
爆
撃
の
さ
な
か
「
白
痴
」
の
女
性
に
は
「
た
だ
本
能
的
な
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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坂
口
安
吾
の
戦
争

へ
の
恐
怖
と
死
へ
の
苦
悶
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
は
人
間
の
も
の
で
は
な
く
、

虫
の
も
の
で
す
ら
も
な
く
、
醜
悪
な
一
つ
の
動
き
が
あ
る
の
み
」
（
「
白
痴
」

「
新
潮
」
昭
２
１
・
６
）
で
あ
っ
た
。
「
男
と
女
と
た
だ
二
人
押
入
に
い
て
、
そ
の

一
方
の
存
在
を
忘
れ
は
て
」
て
い
る
女
。
「
人
は
絶
対
の
孤
独
と
い
う
が
他
の

存
在
を
白
覚
し
て
の
み
絶
対
の
孤
独
も
あ
り
う
る
の
で
、
か
ほ
ど
ま
で
盲
目
的

な
、
無
白
覚
な
」
そ
し
て
「
心
の
影
の
片
鱗
も
な
い
苦
悶
の
相
の
見
る
に
た
え

ぬ
醜
悪
さ
」
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
主
人
公
は
こ
の
世
界
に
属
さ
な

い
か
の
よ
う
な
「
白
痴
」
の
女
性
に
こ
そ
人
問
の
「
ふ
る
さ
と
」
を
見
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
「
人
間
の
最
後
の
住
み
か
は
ふ
る
さ
と
で
、
あ
な
た
は
い
わ
ば

常
に
そ
の
ふ
る
さ
と
の
住
人
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
」
と
語
り
か
け
る
の
だ
。

そ
し
て
、
な
に
も
こ
れ
は
「
白
痴
」
の
女
性
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

　
　
行
く
者
、
帰
る
者
、
罹
災
者
た
ち
の
腕
艇
た
る
流
れ
が
ま
こ
と
に
た
だ
無

　
　
心
の
流
れ
の
如
く
に
死
体
を
す
り
ぬ
け
て
行
き
交
い
、
路
上
の
鮮
血
に
も

　
　
気
づ
く
者
す
ら
居
ら
ず
、
た
ま
さ
か
気
づ
く
者
が
あ
っ
て
も
、
捨
て
ら
れ

　
　
た
紙
盾
を
見
る
ほ
ど
の
関
心
し
か
示
さ
な
い
。
（
中
略
）
爆
撃
直
後
の
罹

　
　
災
者
達
の
行
進
は
虚
脱
や
放
心
と
種
類
の
違
っ
た
驚
く
べ
き
充
満
と
重
量

　
　
を
も
つ
無
心
で
あ
り
、
素
直
な
運
命
の
子
供
で
あ
っ
た
。
　
（
「
堕
落
論
」
）

　
一
」
う
し
た
「
運
命
」
の
も
と
、
安
吾
は
「
不
安
と
遊
ぶ
こ
と
だ
け
が
毎
日
の

生
き
が
い
だ
っ
た
」
（
「
白
痴
」
）
と
記
す
。
確
固
と
し
た
主
体
も
対
象
も
な
く

「
無
心
」
の
人
々
が
漢
然
と
し
た
「
不
安
」
に
宙
吊
り
に
さ
れ
て
生
き
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

一
」
う
し
た
「
不
安
」
と
い
う
状
態
に
っ
い
て
、
同
時
期
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
が
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
次
章
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
及
び
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
と
の
比
較
を
試
み
る
こ
と
で
安
吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
の
輸
郭
を
よ
り
明
ら

か
に
し
て
み
た
い
。

二
、
戦
争
と

「
ふ
る
さ
と
」

　
　
不
安
が
そ
れ
に
臨
ん
で
不
安
を
覚
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
内
世
界

　
　
的
な
用
に
そ
な
わ
る
何
も
の
で
も
な
い
。
（
中
略
）
用
具
的
存
在
者
か
ら

　
　
見
れ
ば
無
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
全
面
的
な
無
で
あ
る
わ

　
　
け
で
は
な
い
。
用
具
性
の
見
地
か
ら
み
て
無
で
あ
る
も
の
は
、
も
っ
と
も

　
　
根
源
的
な
「
あ
る
も
の
」
（
軍
ミ
富
）
（
中
略
）
で
あ
る
。
（
中
略
）
不
安

　
　
は
現
存
在
の
う
ち
に
、
（
中
略
）
白
己
白
身
を
え
ら
び
こ
れ
を
掌
握
す
る

　
　
白
由
へ
む
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
と
い
う
意
味
で
の
自
由
自
在
を
、

　
　
あ
ら
わ
に
す
る
。
不
安
は
現
存
在
を
、
（
中
略
）
お
の
れ
の
存
在
の
本
来

　
　
性
へ
む
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
お
の
れ
の
白
由
存
在
に
直
面
さ
せ

　
　
＠

　
　
る
。

　
ハ
イ
テ
カ
ー
は
こ
こ
で
有
用
性
や
約
束
事
を
共
有
し
て
い
る
世
の
中
か
ら
見

れ
ば
「
無
」
と
し
か
規
定
し
よ
う
の
な
い
状
態
に
あ
え
て
身
を
曝
し
、
不
安
に

耐
え
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
説
く
。
こ
の
こ
と
自
体
は
前
章
で
見
た
通
り
、

安
吾
が
世
俗
の
意
味
体
系
の
外
部
を
「
ふ
る
さ
と
」
と
呼
び
、
そ
こ
を
垣
間
見



る
こ
と
の
必
要
性
を
語
っ
て
い
た
こ
と
と
軍
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
］
不
安
」
を
引
き
起
こ
す
「
無
」
は

「
全
面
的
な
無
で
あ
る
わ
け
で
は
な
」
い
。
こ
う
し
た
「
無
」
の
な
か
に
あ
る

現
存
在
は
１
堕
落
論
」
に
お
け
る
「
無
心
」
の
人
々
と
は
異
な
り
、
「
白
己
自

身
を
え
ら
び
こ
れ
を
掌
握
す
る
自
由
」
の
意
思
を
持
つ
主
体
の
ま
ま
だ
。
し
か

も
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
、
「
不
安
」
は
現
存
在
に
「
お
の
れ
の
存
在
の
本

来
性
」
を
与
え
る
契
機
と
さ
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
不
安
」
は
、

安
吾
の
「
不
安
」
が
目
的
性
も
方
向
性
も
持
た
な
い
状
態
に
と
ど
ま
り
続
け
る

こ
と
で
あ
る
の
と
は
む
し
ろ
正
反
対
の
十
刀
向
に
開
か
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　
「
お
の
れ
の
存
在
の
本
来
性
」
は
さ
ら
に
ど
こ
に
向
か
う
の
か
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
記
述
を
追
い
た
い
。
「
運
命
的
な
現
存
在
は
、
世
界
１
－
内
Ｈ
存
在
た
る

眼
り
、
本
質
上
、
ほ
か
の
人
び
と
と
の
共
同
存
在
に
お
い
て
実
存
し
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
一
中
略
一
共
同
運
命
と
い
う
性
格
を
お
び
る
の
で
あ
る
」
。
そ
し

て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
現
存
在
が
担
う
運
命
を
「
共
同
体
の
運
命
的
経

歴
、
民
族
の
経
歴
」
で
あ
る
と
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
「
お
の
れ
の
存

在
の
本
来
性
」
と
は
、
民
族
と
い
う
特
定
の
共
同
体
に
根
ざ
し
た
も
の
と
さ
れ

る
の
だ
。
固
有
性
・
木
来
性
を
求
め
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
自
己
の
固
有
性
を
欠

き
非
人
称
化
さ
れ
た
「
ひ
と
こ
婁
…
～
昌
一
」
を
非
本
来
的
な
頽
落
と
捉
え

「
不
安
」
を
直
視
す
る
よ
う
に
説
く
。
そ
の
た
め
に
特
定
の
共
同
体
に
結
び
付

け
ら
れ
た
固
有
の
白
己
を
見
い
だ
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
の
「
ふ
る
さ

　
　
　
　
　
坂
口
安
吾
の
戦
争

と
Ｌ
と
は
強
問
な
主
体
を
保
証
す
る
特
定
の
故
郷
、
共
同
体
の
謂
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
一
連
の
発
言
及
び
行
動
が
、
安
吾
の
い
う
と

こ
ろ
の
「
ふ
る
さ
と
」
と
は
大
き
く
か
け
は
な
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。
「
ふ
る
さ
と
」
に
お
い
て
は
、
も
は
や
十
工
体
の
権
能
は
崩
れ
、
私
が
い
る

／
君
が
い
る
で
は
な
く
、
た
だ
「
あ
る
」
と
し
か
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
固
有
の
共
同
体
を
要
請
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
「
不
安
」

に
さ
ら
さ
れ
た
状
態
に
踏
み
と
ど
ま
り
、
そ
こ
を
こ
そ
「
ふ
る
さ
と
」
と
呼
ぶ
。

そ
し
て
こ
れ
は
、
む
し
ろ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
発
想
に
近
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
相
違
を
示
す
端
的
な
例
と
し
て
「
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
す

る
考
察
を
次
に
挙
げ
た
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
存
在
が
あ
る
」
を
票
０
・
ま

工
婁
。
竈
９
戸
と
表
現
す
る
。

　
　
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
く
与
え
る
一
。
・
ま
）
》
と
こ
ろ
の
く
そ
れ

　
　
一
窃
一
》
は
、
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
く
与
え
る
》
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
Ｕ

　
　
は
、
与
え
な
が
ら
、
そ
の
真
理
を
保
証
す
る
存
在
の
本
質
を
い
う
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
存
在
す
る
」
と
い
う
語
を
「
雨
が
降
る
；

旦
９
↓
一
」
と
か
「
夜
に
な
る
二
；
ぎ
…
三
」
と
い
っ
た
表
現
と
同
様
に
非
人

称
の
「
あ
る
一
一
こ
巳
」
で
表
現
す
る
。
そ
し
て
「
こ
の
語
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

『
あ
る
一
２
ｏ
ｑ
ま
一
』
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
『
あ
る
１
ー
イ
リ
ヤ
』
は

け
っ
し
て
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
表
現
や
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
豊
饒
さ
や
気
前

よ
さ
と
い
っ
た
含
意
の
、
翻
訳
で
も
な
け
れ
ば
そ
れ
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
坂
口
安
吾
の
戦
争

　
　
　
　
＠

も
な
か
っ
た
」
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
。
そ
の
意
図
を
探
る

た
め
に
、
も
う
少
し
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
記
述
を
追
っ
て
見
た
い
。

　
　
自
我
と
呼
ば
れ
る
も
の
そ
れ
白
体
が
、
夜
に
沈
み
、
夜
に
よ
っ
て
侵
蝕
さ

　
　
れ
、
人
称
性
を
失
い
、
窒
息
し
て
い
る
。
（
中
略
）
「
ひ
と
」
は
い
や
お
う

　
　
な
し
に
、
い
か
な
る
自
発
性
も
な
し
に
、
無
名
の
も
の
と
し
て
融
即
す
る

　
　
の
だ
。
（
中
略
）
確
定
さ
れ
た
も
の
は
な
く
、
何
も
か
も
が
区
別
な
し
だ
。

　
　
こ
の
暖
味
な
も
の
の
中
に
純
然
た
る
現
前
の
脅
威
が
、
す
な
わ
ち
「
あ

　
　
る
」
の
脅
威
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
出
る
。
こ
の
暗
く
漢
た
る
侵
入
を
前

　
　
に
し
て
、
自
己
の
内
に
身
を
包
む
こ
と
、
お
の
れ
の
殻
の
中
に
引
き
籠
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
た
だ
「
あ
る
」
状
態
が
安

吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
に
非
常
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
「
私
の
中
に
私
が
い
な

か
っ
た
。
私
は
も
の
を
考
え
な
か
っ
た
。
風
景
が
窓
を
流
れ
す
ぎ
る
と
き
、
そ

れ
ら
の
風
景
が
私
自
身
で
あ
っ
た
」
と
い
う
「
ふ
る
さ
と
に
寄
す
る
讃
歌
」
や
、

空
襲
の
際
に
、
押
入
れ
の
中
に
二
人
で
い
る
の
に
「
そ
の
一
方
の
存
在
を
忘
れ

果
て
」
、
自
己
や
相
手
の
認
識
を
失
っ
て
ひ
た
す
ら
恐
怖
し
て
い
る
「
白
痴
」

の
女
を
「
ふ
る
さ
と
」
と
捉
え
る
部
分
な
ど
は
、
上
記
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
記
述

に
通
じ
る
問
題
を
扱
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ハ
ィ
デ
ガ
ー
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
そ
し
て
安
吾
は
と
も
に
第
二
次
世
界
大
戦
を

体
験
し
て
、
そ
の
際
の
各
々
の
経
験
と
思
考
が
不
可
分
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

彼
等
が
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
べ
き
か
と
い
う
存
在
の
仕
方
に
っ
い
て
共
通
の

問
題
意
識
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
問
題
に
対
す
る
処
し
方
に
大
き
な
差
が
出

た
の
も
、
彼
等
の
戦
争
体
験
の
違
い
が
大
き
い
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
三
三
年
五
月
一
日
に
ナ
チ
党
に
入
党
し
、
フ
ラ
イ
ブ
ル

ク
大
学
の
学
長
に
就
任
し
て
い
る
が
、
そ
の
就
任
演
説
の
な
か
で
、
ド
イ
ツ
の

大
学
の
総
長
と
し
て
の
立
場
か
ら
学
生
に
」
う
呼
び
掛
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
　
民
族
を
通
し
て
、
精
神
的
負
託
を
に
な
う
国
家
の
さ
だ
め
に
至
る
ー
こ

　
　
れ
ら
三
つ
の
務
め
は
、
ド
イ
ツ
の
本
質
に
と
っ
て
著
し
く
根
源
的
な
も
の

　
　
で
す
。
そ
こ
か
ら
発
す
る
三
つ
の
奉
仕
－
労
働
奉
仕
、
国
防
奉
仕
、
そ
し

　
　
て
知
的
奉
仕
－
は
、
等
し
く
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
ま
た
同
格
の
も
の
な

　
　
　
　
＠

　
　
の
で
す
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
戦
争
を
、
日
常
の
世
界
に
没
入
し
頽
落
し
て
い
る
白
己
を
己
の

本
来
性
た
る
民
族
に
目
覚
め
さ
せ
る
契
機
と
し
て
捉
え
、
ナ
チ
ズ
ム
の
農
本
主

義
と
り
わ
け
突
撃
隊
に
賛
同
し
て
い
っ
た
経
緯
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
「
故
郷
（
＝
９
昌
黒
）
」
の
地
盤
の
上
に
立
っ
土
着
性
に
根
差
し
た
存
在

こ
そ
が
人
問
の
あ
る
べ
き
存
在
の
仕
方
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
表
明
で
も
あ
っ

た
。　

こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
故
郷
１
ー
ハ
イ
マ
ー
ト
」
が
安
吾
の
「
ふ
る
さ
と
」
の

対
極
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
先
程
述
べ
た
通
り
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
安
吾
の

「
ふ
る
さ
と
」
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
イ
リ
ヤ
」
の
相
似
は
、
二
人
の
戦
争
体
験



の
在
り
方
に
一
脈
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

安
吾
は
空
襲
の
日
々
、
そ
の
「
偉
大
な
破
壊
」
の
中
で
白
分
の
生
命
が
常
に
曝

さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
死
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
説
く
よ
う
な
個
人
名
の
付
さ
れ

た
固
有
の
死
な
ど
で
は
な
く
、
「
泥
人
形
が
バ
タ
バ
タ
倒
れ
」
「
ひ
と
か
た
ま
り

に
死
ん
で
い
る
。
一
中
略
一
人
間
が
犬
の
ご
と
く
に
死
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
、

犬
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
何
物
か
が
ち
ょ
う
ど
一
皿
の
焼
鳥
の
よ

う
に
盛
ら
れ
並
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
犬
で
も
な
く
、
も
と
よ
り
人
間

で
す
ら
も
な
い
」
一
「
白
痴
」
一
も
の
で
あ
る
こ
と
を
凝
視
し
て
い
た
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
白
己
が
個
人
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
、
さ
ら
に
個
人
と
し

て
完
結
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
可
能
性
が
剥
奪
さ
れ
た
地
平
に
つ
い
て
考

察
を
こ
こ
ろ
み
た
の
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
思
想
家
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
あ
っ
た
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
義
を
受
講
し
『
存
在
と
時
間
』
に
深
く
影
響
を
受
け
た
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ナ
チ
ズ
ム
ヘ
の
荷
担
と
同
時
に
彼
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
理

傾
倒
を
や
め
、
収
容
所
体
験
を
経
た
戦
後
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
と
概
念
を

用
い
っ
っ
も
、
そ
れ
を
意
図
的
に
転
倒
さ
せ
て
使
用
す
る
こ
と
で
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
存
在
に
関
す
る
考
察
を
反
転
さ
せ
て
い
く
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
意
志

が
死
を
恐
れ
る
の
は
単
に
死
が
生
の
終
焉
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
死

ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
己
れ
の
牛
の
意
味
の
解
釈
が
牛
き
残
り
に
委
ね
ら
れ
、
裏

切
り
や
曲
解
、
墓
奪
や
忘
却
に
曝
さ
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
た
め
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

だ
と
い
う
。
白
我
は
「
生
き
残
り
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
三
人
称
た
ら
し
め
」
ら

　
　
　
　
　
坂
口
安
吾
の
戦
争

れ
る
の
で
あ
る
。
死
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
時
す
る
解
釈
が

牛
ま
れ
る
の
は
、
や
は
り
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
家
族
と
彼
の
住
ん
で
い
た
カ
ウ
ナ
ス

の
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
が
職
滅
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
拠
る
所
が
大
き
い
と
い
え
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
死
の
見
十
刀
は
安
吾
が
見
て
い
た
死
の
棉
に
重
な
る
も
の
と

い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
「
ふ
る
さ
と
」

の
戦
後
、
ま
た
は

「
堕
落
」

　
し
か
し
、
安
吾
に
し
て
も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
「
無
」
に

埋
没
し
た
状
態
か
ら
思
考
の
主
体
と
し
て
身
を
起
こ
そ
う
と
試
み
る
。
た
だ
そ

の
方
法
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
英
雄
的
な
主
体
を
目
指
そ
う
と
す
る
方
向
で

は
な
く
、
戦
争
と
い
う
破
壊
を
通
じ
て
そ
の
よ
う
な
主
体
性
の
無
力
を
確
認
す

る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
こ
で
こ
こ
か
ら
は
戦
争
と
い
う
た
だ
「
あ
る
」
状

態
か
ら
安
吾
が
ど
の
よ
う
に
出
発
し
、
ど
う
い
う
仕
方
で
己
れ
を
思
考
の
主
体
、

責
任
の
主
体
に
し
て
い
く
の
か
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
安
吾
の
主
張
の
理

解
に
つ
と
め
た
い
。

　
安
吾
が
、
我
々
の
属
す
る
共
同
体
の
秩
序
か
ら
は
み
で
る
こ
と
に
よ
る
不
安

感
を
「
突
き
放
さ
れ
」
る
と
表
現
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
第
一
章
で
触
れ
た
が
、

そ
こ
に
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
言
葉
を
冠
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
状
態
を
我
々

が
共
有
す
る
杜
会
的
な
決
め
事
が
成
り
立
っ
以
前
の
状
態
と
捉
え
る
こ
と
が
出

来
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
な
つ
か
し
さ
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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坂
口
安
吾
の
戦
争

親
和
性
を
含
意
す
る
一
言
葉
を
冠
し
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
と
ど
ま
り
た
い
と
い

う
欲
求
も
発
生
す
る
。
だ
が
、
安
吾
は
こ
の
「
ふ
る
さ
と
」
の
親
和
性
の
な
か

に
と
ど
ま
る
こ
と
へ
の
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
は
い
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
昭
和
十
六
年
の
段
階
に
お
い
て
は
ま
だ
漠
然
と
し
た
形
で
し
か
意

識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
を
説
き
な
が
ら
も
「
こ
の
よ

う
な
物
語
を
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
評
価
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
ふ
る
さ
と
は

我
々
の
ゆ
り
か
ご
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
人
の
仕
事
は
、
決
し
て
ふ
る
さ
と

へ
帰
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
」
と
言
っ
て
い
た
安
吾
は
、
さ
ら
に
翌
年
の
「
日

本
文
化
私
観
」
（
「
現
代
文
学
」
昭
１
７
・
３
）
の
な
か
で
は
「
家
へ
帰
る
、
と
い

う
時
に
は
、
い
っ
も
変
な
悲
し
さ
と
、
う
し
ろ
め
た
さ
か
ら
逃
げ
る
こ
と
が
で

き
な
い
」
こ
と
を
認
め
る
。
そ
し
て
安
吾
は
「
要
す
る
に
、
帰
ら
な
け
れ
ば
い

い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
い
っ
も
、
前
進
す
れ
ば
い
い
」
と
文
章
を
続
け
る
。

　
山
城
む
つ
み
氏
は
、
爆
撃
下
の
日
本
で
「
破
局
の
美
学
に
感
動
さ
せ
ら
れ
て

い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
安
吾
も
ま
た
、
ふ
る
さ
と
に
帰
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ

の
か
ぎ
り
、
彼
も
ま
た
日
本
回
帰
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
な
が
ら
も
、

帰
る
こ
と
の
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
を
「
そ
こ
か
ら
文
学
が
生
ま
れ
て
く
る
起
点

と
し
て
積
極
的
に
」
「
と
ら
え
か
え
す
と
き
、
そ
こ
か
ら
書
か
れ
る
文
学
は
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ね
に
す
で
に
回
帰
に
対
す
る
実
質
的
な
抵
抗
と
な
り
う
る
」
と
い
う
。
た
だ
山

城
氏
が
安
吾
の
回
帰
に
対
す
る
う
し
ろ
め
た
さ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
本

土
爆
撃
が
開
始
さ
れ
る
以
前
の
「
日
本
文
化
私
観
」
で
あ
っ
て
、
空
襲
下
に
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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出
し
た
「
嘘
の
よ
う
な
理
想
郷
」
の
な
か
で
、
安
吾
が
ど
こ
ま
で
そ
の
う
し
ろ

め
た
さ
を
維
持
し
え
た
の
か
は
、
当
時
の
安
吾
白
身
の
記
述
か
ら
追
う
こ
と
は

難
し
い
。

　
戦
後
の
安
吾
は
戦
火
の
な
か
で
不
安
に
曝
さ
れ
つ
つ
も
、
同
時
に
あ
る
な
つ

か
し
さ
、
心
地
好
さ
の
な
か
で
悦
惚
と
し
て
い
た
こ
と
を
回
想
の
な
か
で
告
白

し
て
い
る
。
「
夜
の
空
襲
が
始
っ
て
後
は
、
そ
の
暗
さ
が
身
に
し
み
て
な
つ
か

し
く
白
分
の
身
体
と
一
つ
の
よ
う
な
深
い
調
和
を
感
じ
て
い
た
」
（
「
戦
争
と
一

人
の
女
」
）
。
「
私
は
戦
き
な
が
ら
、
然
し
、
惚
れ
惚
れ
と
そ
の
美
し
さ
に
み
と

れ
て
い
た
の
だ
。
私
は
考
え
る
必
要
が
な
か
っ
た
」
一
「
堕
落
論
」
）
と
い
う
よ

う
に
。
そ
し
て
戦
時
下
の
己
れ
の
姿
を
振
り
返
り
、
そ
の
「
虚
し
さ
」
の
確
認

　
　
ゆ

と
反
省
か
ら
安
吾
の
戦
後
は
出
発
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
「
こ
の
戦
争
を
通

り
越
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
実
に
偉
大
な
何
物
か
を
つ
か
ん
だ
と
信
じ
て
ゐ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

す
」
と
い
う
尾
崎
士
郎
に
向
け
た
言
葉
は
安
吾
２
旦
言
で
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

戦
後
の
安
吾
を
語
る
際
に
避
け
て
は
通
れ
な
い
の
が
「
堕
落
」
に
関
す
る
記
述

で
あ
る
。
「
堕
落
論
」
の
な
か
で
安
吾
は
い
う
。

　
　
　
偉
大
な
破
壊
、
そ
の
驚
く
べ
き
愛
情
。
偉
大
な
運
命
、
そ
の
驚
く
べ
き

　
　
愛
情
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
敗
戦
の
表
情
は
た
だ
の
堕
落
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
だ
が
堕
落
と
い
う
こ
と
の
驚
く
べ
き
平
凡
さ
や
平
凡
な
当
然
さ
に
比
べ
る

　
　
と
、
あ
の
す
さ
ま
じ
い
偉
大
な
破
壊
の
愛
情
や
運
命
に
従
順
な
人
問
た
ち

　
　
の
美
し
さ
も
、
泡
沫
の
よ
う
な
虚
し
い
幻
影
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
気
持
ち



　
　
が
す
る
。

　
「
偉
大
な
破
壊
」
の
も
と
で
日
本
人
が
共
有
し
た
「
偉
人
な
運
命
」
。
し
か
し
、

そ
こ
で
安
吾
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
、
白
己
を
民
族
と
い
う
か
た
ち
で
共
同

体
と
共
に
立
ち
上
げ
る
道
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
の
道
を
選
ぶ
。
そ
れ
が

共
同
体
の
制
度
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
る
状
態
か
ら
脱
落
し
、
一
人
の
個
人
と

し
て
生
き
て
い
く
道
を
探
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
安
吾
は
「
堕

落
」
と
呼
ぶ
。

　
　
堕
落
の
持
つ
性
格
の
一
つ
に
は
孤
独
と
い
う
偉
大
な
る
人
間
の
実
相
が
厳

　
　
と
し
て
存
し
て
い
る
。
一
中
略
）
善
人
は
気
楽
な
も
の
で
、
父
母
兄
弟
、

　
　
人
問
共
の
虚
し
い
義
理
や
約
束
の
上
に
安
眠
し
、
杜
会
制
度
と
い
う
も
の

　
　
に
全
身
を
投
げ
か
け
て
平
然
と
し
て
死
ん
で
行
く
。
だ
が
堕
落
者
は
常
に

　
　
そ
こ
か
ら
ハ
ミ
だ
し
て
、
た
だ
一
人
暖
野
を
歩
い
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
「
続
堕
落
論
」
「
文
学
季
刊
」
昭
２
ユ
・
！
２
一

こ
の
よ
う
に
安
吾
は
規
則
の
共
有
で
成
り
立
っ
共
同
体
の
網
の
目
か
ら
、
ど
う

し
て
も
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
個
々
の
人
問
の
、
共
有
を
拒
む
独
白
の
部
分
を

直
視
す
る
。
そ
し
て
人
聞
と
人
問
の
断
絶
を
覆
い
隠
す
手
段
で
あ
る
杜
会
制
度

と
い
、
つ
覆
い
を
剥
が
し
た
と
こ
ろ
に
垣
間
見
え
る
、
個
と
個
の
問
に
横
た
わ
る

断
絶
を
見
つ
め
、
人
間
が
根
源
的
に
孤
独
を
抱
え
た
存
在
で
あ
る
こ
と
に
田
山
い

を
巡
ら
す
。
「
人
問
、
個
の
真
実
の
生
活
と
は
、
常
に
た
だ
こ
の
個
の
対
立
の

生
活
の
中
に
存
し
て
お
る
」
と
い
う
安
吾
は
、
し
た
が
っ
て
人
間
の
共
有
し
得

　
　
　
　
　
坂
口
安
吾
の
戦
争

る
部
分
を
最
大
公
約
数
的
に
ま
と
め
た
「
世
界
連
邦
論
だ
の
共
産
士
上
義
な
ど
と

い
う
」
政
治
で
は
「
人
性
に
ふ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
」
で
あ
る
と
い
う
。
「
人

問
の
対
立
、
こ
の
基
本
的
な
、
最
大
の
深
淵
を
忘
れ
て
対
立
感
情
を
論
じ
」

「
人
問
の
幸
福
を
論
じ
て
、
そ
れ
が
何
の
マ
ジ
ナ
ィ
に
な
る
と
い
う
の
か
」
一
以

上
す
べ
て
「
続
堕
落
論
」
一
。
人
問
と
人
間
を
非
対
称
な
差
異
の
関
係
性
の
な
か

で
捉
え
る
安
吾
？
」
う
し
た
記
述
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
以
下
の
記
述
と
も
重
な

っ
て
く
る
。

　
　
私
の
他
者
と
の
関
係
は
、
集
団
的
表
象
や
共
通
の
理
想
や
共
通
の
振
舞
い

　
　
に
没
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
を
他
者
に
同
一
化
す
る
方
向
に
向
か
う

　
　
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
語
る
集
団
、
他
者
を
白

　
　
分
の
面
前
に
で
は
な
く
傍
ら
に
感
じ
と
る
集
団
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
同
十
の
集
団
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
そ
れ
に
先
行
す
る
く
わ
た
し

　
　
－
き
み
Ｖ
の
集
団
を
対
置
す
る
。
（
中
略
）
そ
れ
は
仲
介
の
な
い
、
媒
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
垣

　
　
の
な
い
関
係
の
お
そ
る
べ
き
く
対
面
Ｖ
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
さ
ら
に
、
こ
う
し
て
対
面
す
る
「
き
み
」
を
「
わ
た
し
」
と
同

じ
存
在
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
「
他
者
は
単
に
白
己

と
は
質
を
異
に
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
言
っ
て
み
れ
ば
質
と
し
て
の
他
性

を
担
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
他
者
で
あ
る
「
き
み
」
と
私
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
む

「
問
主
観
的
空
間
は
、
も
と
も
と
は
非
対
称
的
で
あ
る
」
の
だ
。
こ
こ
で
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
吾
が
い
う
「
人
間
の
対
一
止
」
も
他
者
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坂
口
安
吾
の
戦
争

に
ど
う
向
か
う
か
と
い
う
問
い
の
提
起
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
世
界
連

邦
」
や
民
族
と
い
っ
た
同
一
化
の
発
想
は
他
者
の
他
性
を
圧
殺
し
自
己
の
う
ち

に
包
摂
す
る
か
排
除
す
る
暴
力
を
常
に
抱
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う

な
共
同
性
の
な
か
か
ら
「
私
」
を
は
じ
め
る
の
で
は
な
く
、
個
の
地
点
か
ら

「
私
」
を
は
じ
め
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
違
い
と

し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
る
「
私
」
は
他
者

と
の
差
異
の
網
の
目
の
な
か
で
、
個
々
の
特
異
な
人
問
を
救
う
道
を
考
察
す
る

責
任
能
力
を
持
っ
た
主
体
で
あ
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
発
生
す
る
。
と
い
う

の
も
、
個
々
人
の
特
異
性
ば
か
り
を
強
調
す
る
と
い
う
こ
と
は
よ
り
大
き
な
暴

力
を
招
い
て
し
ま
う
危
険
性
を
も
は
ら
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
個
々
人
が
杜
会
制

度
か
ら
ハ
ミ
だ
し
、
め
い
め
い
の
孤
独
で
独
自
な
「
堕
落
」
の
道
を
歩
い
て
い

く
と
し
て
も
「
人
問
は
永
遠
に
堕
ち
ぬ
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
（
「
堕
落

論
」
）
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
「
堕
ち
ぬ
く
た
め
に
は
弱
す
ぎ
る
」
か
ら
だ
。
そ
の

と
き
「
人
間
は
結
局
」
「
武
士
道
を
あ
み
だ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、
天
皇
を
担

ぎ
だ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
。
個
々
の
人
間
の
固
有
性
と
差

異
を
強
調
す
る
過
程
で
、
い
っ
た
ん
は
廃
棄
さ
れ
た
か
に
み
え
た
人
と
人
と
の

同
質
性
や
普
遍
性
を
前
提
と
し
た
制
度
が
こ
こ
で
ふ
た
た
び
意
味
を
も
っ
て
く

る
。
安
吾
が
ふ
た
た
び
個
々
の
人
間
の
媒
介
項
と
し
て
の
武
士
道
や
天
皇
を
持

ち
出
し
て
く
る
問
題
を
、
〈
特
異
な
他
者
と
法
の
一
般
性
の
関
係
Ｖ
と
し
て
考

察
し
論
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

お
わ
り
に

五
〇

　
「
法
は
必
然
的
に
一
般
的
形
式
的
で
あ
り
、
特
殊
者
を
そ
の
適
用
対
象
と
し

　
　
＠

て
包
摂
」
し
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
制
度
は
た
し
か
に
「
他
者
へ
の
関
係
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

社
会
そ
の
も
の
の
創
設
と
維
持
に
か
か
わ
る
根
源
的
暴
力
で
あ
る
」
。
だ
が
、

そ
う
し
た
法
、
政
治
の
全
面
的
廃
棄
が
招
来
す
る
暴
力
に
っ
い
て
、
高
橋
哲
哉

氏
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
デ
リ
ダ
ヘ
の
考
察
を
通
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
　
特
異
な
他
者
へ
の
関
係
で
あ
る
正
義
は
、
現
実
世
界
で
は
「
法
の
力
」
が

　
　
な
け
れ
ば
ま
っ
た
く
無
力
で
あ
る
。
（
中
略
）
も
し
あ
る
人
が
正
義
の
名

　
　
に
お
い
て
あ
る
特
定
の
他
者
に
だ
け
関
係
し
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
他

　
　
者
を
無
視
す
る
と
し
た
ら
、
あ
る
い
は
、
彼
ま
た
は
彼
女
が
い
っ
さ
い
の

　
　
規
則
や
原
則
を
無
視
（
中
略
）
す
る
だ
け
だ
と
し
た
ら
、
か
え
っ
て
極
端

　
　
な
不
正
が
招
き
寄
せ
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
法
１
１
権
利
の
一
般
性
、
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
性
も
、
正
義
に
と
っ
て
は
必
要
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
個
々
の
人
間
の
特
異
性
を
顧
慮
し
つ
つ
、
同
時
に
人
問
全
体
に

当
て
は
ま
り
う
る
共
通
性
を
探
す
運
動
を
、
安
吾
は
「
政
治
」
及
び
「
制
度
」

と
そ
れ
に
対
す
る
「
文
学
」
の
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
安
吾
は
「
文
学
」

を
「
個
の
生
活
に
よ
り
、
そ
の
魂
の
声
を
吐
く
も
の
」
と
規
定
す
る
。
共
有
し

享
受
し
う
る
一
般
法
則
の
形
成
を
目
指
す
「
制
度
」
に
向
か
っ
て
、
「
文
学
」



は
そ
の
法
則
に
当
て
嵌
ま
ら
ず
排
除
さ
れ
て
い
く
特
異
な
他
者
の
こ
と
を
訴
え

続
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

　
　
又
、
政
治
へ
の
反
逆
で
あ
り
、
人
間
の
制
度
に
対
す
る
復
讐
で
あ
り
、
し

　
　
か
し
て
、
そ
の
反
逆
と
復
讐
に
よ
っ
て
政
治
に
協
力
し
て
い
る
の
だ
。
反

　
　
逆
白
体
が
協
力
な
の
だ
。
愛
情
な
の
だ
。
こ
れ
は
文
学
の
宿
命
で
あ
り
、

　
　
文
学
と
政
治
と
の
絶
対
不
変
の
関
係
な
の
で
あ
る
一
「
続
堕
落
論
」
一
。

こ
こ
に
お
い
て
安
吾
は
、
個
の
か
け
が
え
の
な
い
独
自
性
を
抹
殺
す
る
こ
と
な

く
、
同
時
に
人
間
同
十
が
共
存
し
う
る
法
則
を
探
る
と
い
う
矛
盾
を
少
し
で
も

可
能
に
す
る
た
め
に
、
「
制
度
」
を
生
み
出
し
打
ち
壊
し
さ
ら
に
新
た
に
生
み

出
し
続
け
る
と
い
う
不
断
の
営
為
を
提
喝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

提
唱
は
、
他
者
の
固
有
性
を
尊
重
し
つ
つ
そ
の
人
と
の
協
調
を
図
っ
て
い
く
こ

と
で
、
他
者
に
対
し
て
無
限
の
責
任
を
負
っ
て
い
く
主
体
で
あ
ろ
う
と
す
る
安

吾
白
身
の
宣
言
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
安
吾
は
、
そ
の
内
部
に
は
差
異
を
認
め
ず
そ
の
外
部
と
共
有
し
う
る
法
も
探

ら
な
い
と
い
っ
た
「
民
族
」
や
「
国
家
」
の
よ
う
な
特
定
の
共
同
体
は
退
け
る

一
方
で
、
個
を
尊
重
し
か
つ
あ
ら
ゆ
る
人
間
と
協
調
し
う
る
た
め
の
普
遍
的
な

法
の
下
の
共
同
体
の
あ
り
か
た
を
探
っ
た
の
だ
と
も
い
え
る
。
「
私
」
が
「
私
」

で
あ
り
き
れ
な
い
場
か
ら
身
を
起
こ
し
、
い
か
に
不
正
の
よ
り
少
な
い
形
で
他

者
と
の
関
係
を
築
い
て
い
く
か
と
い
う
、
責
任
の
主
体
へ
と
変
貌
を
と
げ
て
い

っ
た
安
吾
の
思
考
の
格
闘
の
過
程
は
、
現
在
に
お
い
て
も
多
大
な
意
味
が
あ
る

　
　
　
　
　
坂
口
安
吾
の
戦
争

も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

註
¢
　
平
野
謙
「
作
品
解
説
」
一
伊
藤
整
・
亀
井
勝
一
郎
・
中
村
光
夫
・
平
野
謙
・
山
本

　
健
吉
編
『
日
本
現
代
文
学
全
集
』
第
９
０
巻
、
四
二
〇
頁
－
四
二
一
頁
、
昭
４
２
・
１
・

　
１
９
、
講
談
杜
一

¢
　
矢
島
道
弘
「
坂
口
安
吾
・
修
羅
の
相
貌
－
戦
後
作
晶
の
流
れ
－
」
一
矢
島
道
弘
・

　
久
保
田
芳
太
郎
編
『
坂
口
安
吾
研
究
講
座
』
二
〇
頁
、
昭
５
９
・
７
・
１
８
、
三
弥
井
書

　
店
）

　
　
柄
谷
行
人
「
精
神
の
風
景
－
坂
口
安
吾
に
お
け
る
批
評
の
源
泉
」
一
「
国
文
学
」
第

　
２
０
巻
第
６
号
、
昭
５
０
・
５
一

¢
　
筒
井
康
隆
「
安
吾
、
そ
し
て
文
学
者
に
と
っ
て
の
『
悪
』
」
一
「
文
学
界
」
第
４
４
巻

　
第
７
号
、
平
２
・
７
一

６
柄
谷
行
人
「
坂
口
安
吾
の
『
ふ
る
さ
と
』
」
一
「
文
学
界
」
第
４
４
巻
第
８
号
、
平

　
２
・
８
）

　
　
「
堕
落
論
」
発
表
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
尾
崎
士
郎
宛
書
簡
一
尾
崎
士
郎

　
「
夢
の
あ
と
１
安
吾
に
つ
い
て
の
お
ぼ
え
書
ｉ
」
「
中
央
公
論
」
第
７
０
年
第
４
号
、
昭

　
３
０
．
４
一
に
よ
る
と
、
昭
和
二
十
年
五
月
二
十
五
日
の
空
襲
体
験
が
、
安
吾
に
大
き

　
な
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。

¢
　
山
城
む
つ
み
『
文
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
』
第
二
章
一
戦
争
に
つ
い
て
、
七
八
頁
一
平

　
７
・
４
・
２
、
太
田
出
版
）

ゆ
　
井
口
時
男
『
物
語
編
／
破
局
論
』
第
四
章
一
物
語
が
壊
れ
る
と
き
、
一
二
一
頁

　
一
昭
６
２
・
７
・
１
５
、
論
創
杜
一

　
　
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
笑
』
林
達
夫
訳
一
昭
１
３
・
２
・
５
、
岩
波
書
店
一

＠
　
西
谷
修
『
戦
争
論
』
第
二
章
一
ふ
る
さ
と
、
ま
た
は
ソ
ラ
リ
ス
の
海
、
一
四
一
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
坂
口
安
吾
の
戦
争

　
（
平
４
・
１
０
・
２
２
、
岩
波
書
店
）

０
註
＠
に
同
じ

＠
　
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
選
集
１
６
　
存
在
と
時
間
・
上
』
第
六
章
一
現
存
在
の
存
在
と
し

　
て
の
関
心
、
三
一
〇
頁
－
三
一
一
頁
一
細
谷
貞
雄
・
亀
井
裕
・
船
橋
弘
訳
、
昭
３
８
．

　
１
２
・
１
０
、
理
想
社
）

　
　
初
出
は
、
「
現
象
学
研
究
年
報
」
第
八
号
に
一
九
二
七
年
二
月
に
発
表
さ
れ
、
同

　
時
に
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
出
る
と
す
ぐ
に
「
ま
る
で
稲
妻
の
よ
う
に
閃
い

　
て
、
見
る
間
に
ド
イ
ツ
思
想
界
の
形
勢
を
変
え
た
」
（
木
田
元
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思

　
想
』
第
二
章
二
存
在
と
時
間
』
、
五
〇
頁
　
平
５
・
２
・
２
２
、
岩
波
書
店
一
と
い
う
。

　
三
木
清
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
私
淑
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
『
存
在
と
時
間
』
も
刊
行

　
と
同
時
に
受
容
し
て
い
る
。
和
辻
哲
郎
が
『
風
土
』
の
序
言
で
、
「
自
分
が
風
土
性

　
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
の
は
、
一
九
二
七
年
の
初
夏
、
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
有
と
時
間
』
を
読
ん
だ
時
で
あ
る
」
一
昭
１
０
・
９
、
引
用
は
昭

　
５
４
・
５
・
１
６
、
岩
波
書
店
一
と
洩
ら
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
昭
和
十
年
前
後
に
は

　
日
本
の
文
学
界
・
思
想
界
に
お
い
て
も
直
接
的
・
間
接
的
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
広
く
受

　
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

＠
　
註
＠
に
同
じ
。
西
谷
氏
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
に
拠
る
。

＠
　
註
＠
に
同
じ

＠
　
『
ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
選
集
２
３
　
ヒ
ュ
ｉ
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
』
第
六
章
二
存
在
》
に

　
つ
い
て
、
五
〇
頁
（
佐
々
木
一
義
訳
、
昭
４
９
・
１
０
・
２
５
、
理
想
杜
）

＠
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
第
二
版
へ
の
序
文
、
五
頁
一
西
谷
修
訳
、

　
平
８
・
ｕ
・
１
０
、
講
談
社
）

○
　
註
＠
　
第
三
章
一
世
界
な
き
実
存
、
一
一
五
頁

＠
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
「
ド
イ
ツ
的
大
学
の
自
己
主
張
」
（
矢
代
梓
訳
、
「
現
代
思
想
」
第
１
７

　
巻
第
７
号
、
平
元
・
７
）

＠
　
フ
ラ
ン
ス
に
帰
化
し
て
い
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
対
独
開
戦
と
と
も
に
ロ
シ
ア
語
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

　
よ
び
ド
イ
ツ
語
の
通
訳
と
し
て
動
員
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
四
〇
年
ド
イ
ツ
軍
の
フ

　
ラ
ン
ス
侵
攻
直
後
に
捕
虜
と
な
り
、
終
戦
ま
で
の
約
五
年
間
を
捕
虜
収
容
所
で
過
ご

　
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
捕
虜
班
に
配
属
さ
れ
た
が
、
兵
士
と
し
て
囚
わ
れ
た
た
め
戦
争
捕

　
虜
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
適
用
を
受
け
、
強
制
収
容
所
送
り
を
免
れ
た
。

ゆ
　
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
全
体
性
と
無
限
－
外
部
性
に
っ
い
て
の
試
論
』
第
一
部
一
く
同
Ｖ

　
と
く
他
ｖ
、
六
八
頁
－
七
三
頁
一
合
田
正
人
訳
、
平
元
・
３
・
３
０
、
国
文
社
）

＠
　
註
¢
七
八
頁

ゆ
　
花
田
俊
典
氏
の
「
『
白
痴
』
評
釈
」
一
久
保
田
芳
太
郎
・
矢
島
道
弘
編
『
坂
口
安
吾

　
研
究
講
座
２
』
四
六
頁
、
昭
６
０
・
ｕ
・
１
３
、
三
弥
井
書
店
）
で
は
、
安
吾
が
敗
戦
か

　
ら
半
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
は
、
空
襲
下
の
自
分
に
思
想
や
自
我
が
あ
っ
た
と
「
思
い
込

　
ん
で
い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
そ
の
自
己
認
識
が
『
堕
落
論
』
に
至
っ
て
逆
転
す
る
」

　
と
し
て
、
「
堕
落
論
」
を
、
「
や
は
り
自
分
も
ま
た
他
の
日
本
人
と
同
様
に
『
考
え
る

　
こ
と
を
忘
れ
』
た
二
人
の
馬
鹿
で
あ
つ
た
』
」
こ
と
の
反
省
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
高
橋
春
雄
氏
も
、
「
堕
落
論
」
（
『
坂
口
安
吾
研
究
講
座
』
註
　
に
同
じ
）
の
な
か
で
、

　
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
引
用
者
ポ
、
こ
の
二
者
の
意
見
に
倣
い
た
い
。

＠
　
註
＠
尾
崎
士
郎
宛
書
簡
に
同
じ

ゆ
　
註
＠
第
四
章
一
実
詞
化
、
一
八
四
頁
－
一
八
五
頁

＠
同
一
八
六
頁

＠
　
『
デ
リ
ダ
』
第
四
章
一
法
・
暴
力
・
正
義
、
二
〇
二
頁
（
平
１
０
・
３
．
１
０
、
講
談

　
社
）

＠
　
同
二
〇
五
頁

＠
　
同
二
〇
四
頁
－
二
〇
五
頁

坂
口
安
吾
の
作
品
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
『
定
本
　
坂
口
安
吾
全
集
』
全
１
２
巻
（
昭

　
４
３
・
１
・
１
５
－
昭
４
６
・
９
・
１
０
、
冬
樹
社
）
に
よ
っ
た
。
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